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北海道大学哲学会ド哲学』39号（2003年7月）

《
書
評
》土

屋
博
『
教
典
に
な
っ
た
宗
教
』
（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
）

千
葉
　
恵

　
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
教
典
（
．
、
ω
。
暑
↓
5
¢
o
門
。
。
8
「
o
畠
げ
。
。
脚
・
．
も
●
い
」
メ
鳶
）
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
教
典
と
宗
教
諸
現
象
の
多
様
な
関
わ
り
に

つ
い
て
宗
教
学
的
に
考
察
し
、
新
た
な
教
典
論
を
「
試
論
」
（
賦
○
。
）
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
著
者
は
自
覚
的
に
「
宗
教
学
的
」
視
点
に
立
つ

が
、
そ
の
考
察
対
象
は
主
に
聖
書
で
あ
り
、
ま
た
旧
新
約
聖
書
研
究
の
長
い
伝
統
で
あ
る
。
宗
教
学
的
視
点
は
¶
類
型
化
」
（
＝
ρ
亀
ω
鼻
）
を

一
つ
の
目
標
と
す
る
が
、
他
の
諸
宗
教
と
の
比
較
は
本
書
に
お
い
て
は
課
題
と
さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
視
点
か
ら
の
聖
書
学

や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
さ
ら
に
そ
の
諸
現
象
の
考
察
は
、
宗
教
的
人
問
と
い
う
人
間
本
性
の
探
求
に
一
事
例
を
提
供
し
、
人
間
の
文
化
現
象
で
あ

る
宗
教
現
象
一
般
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
方
向
に
進
む
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
。
し
か
し
、
評
者
に
は
、
こ
の
企
て
は
「
人
間
学
的
な
幅
」

（恥

ﾏ
。
h
い
い
）
へ
の
示
唆
に
留
ま
り
、
著
者
の
自
覚
的
な
ス
タ
ン
ス
は
む
し
ろ
、
聖
書
学
や
神
学
へ
の
強
い
内
在
化
を
拒
み
、
そ
れ
ら
の
営
み
を

広
い
眺
望
の
も
と
に
置
き
な
お
し
、
新
た
な
可
能
性
を
探
る
そ
の
よ
う
な
外
在
的
な
立
場
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
著
者
に
よ
る
教
典
論
の
模
索
は
従
来
の
旧
新
約
研
究
へ
の
不
満
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
首
肯
し
う
る
ス
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タ
ン
ス
で
あ
る
。
著
者
は
「
「
宗
教
学
の
忘
れ
ら
れ
た
研
究
領
域
と
し
て
の
教
典
論
」
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
正
典
と
し
て
の

郷
・
新
絢
聖
書
を
、
ひ
と
つ
の
閉
じ
ち
れ
た
・
・
完
成
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
聖
書
学
の
蔭
に
隠
れ
て
い
た
教
典
論
を
掘
り
起

こ
す
た
め
に
は
、
聖
書
学
の
手
法
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
の
先
へ
厨
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
賦
。
。
）
と
述
べ
る
。
そ
の
先
と
は
聖
書
学

の
現
状
で
あ
る
「
閉
鎖
的
な
教
団
の
学
」
（
い
刈
）
を
脱
し
て
、
「
教
典
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
と
ら
え
直
す
」
教
典
論
の
構
築
で
あ
る
二
ひ
P
鑑
。
。
為
♪

。。

?
）
。
評
者
に
は
、
著
者
が
多
岐
に
わ
た
る
諸
主
題
を
一
つ
の
方
向
に
導
き
、
そ
こ
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
探
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
教

典
へ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
o
堕
い
ω
ψ
δ
P
＝
メ
三
い
」
い
い
」
。
。
い
る
O
ρ
P
ひ
ρ
ω
ひ
一
）
。
つ
ま
り
教
団
の
展
開
の
た
め

に
教
典
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
、
「
読
者
と
の
相
互
作
用
」
（
監
）
の
う
ち
に
「
宗
教
体
験
の
再
生
産
を
誘
導
し
」
（
＝
刈
）
、
継
承
展

開
す
る
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
か
ら
摘
出
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
宗
教
体
験
の
共
通
性
を
ど
こ
で
確
保
す
る
か
」
（
い
い
）
、
「
生
き
た
宗

教
活
動
は
、
教
義
や
倫
理
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
・
・
教
典
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
ら
よ
い
の
か
」
（
一
。
。
い
）
が
教
典
研
究
の
課
題
で
あ
る
。
い

か
に
「
宗
教
集
団
の
想
像
力
に
刺
激
を
与
え
、
：
前
向
き
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
掘
り
起
こ
（
す
ご
（
P
ひ
嗣
）

か
に
「
宗
教
集
団
の
持
続
の
可
能
性
が
か
か
っ
て
駄
（
轟
い
）
お
り
、
教
典
論
は
そ
の
カ
の
在
所
の
探
求
と
な
る
。

　
教
典
と
は
最
も
広
い
意
味
で
は
「
あ
る
文
書
が
何
ら
か
の
宗
教
現
象
と
か
か
わ
っ
て
い
る
な
ら
」
（
一
二
）
、
そ
の
限
り
で
そ
の
文
書
は
そ
う
呼

ば
れ
る
。
他
方
、
教
典
は
単
に
教
義
、
教
理
を
記
し
た
思
想
書
で
は
な
く
、
ま
た
、
侮
ら
か
の
驚
く
べ
き
史
実
が
正
確
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
教
典
と
な
る
の
で
も
な
い
と
さ
れ
る
。
「
史
実
」
は
そ
れ
を
包
み
こ
む
「
宗
教
の
文
脈
」
に
お
か
れ
た
と
き
、
教
典
に
と
っ
て
の

「
必
須
の
要
因
」
と
な
る
（
一
〇
〇
）
。
著
者
は
「
教
典
を
教
典
た
ら
し
め
る
宗
教
現
象
の
根
本
動
機
は
問
い
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
駄
（
δ
一
）
と

し
、
教
典
の
構
成
要
素
と
機
能
を
ζ
．
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
宗
教
学
や
聖
書
学
、
現
代
社
会
分
析
の
成
果
等
を
用
い
て
追
及
す
る
。
（
著
者
は
「
動
機
」

と
い
う
語
を
、
ひ
と
の
心
的
状
態
が
問
題
に
さ
れ
な
い
文
脈
に
お
い
て
、
独
自
の
意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
評
者
に
は
「
契

機
」
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
聖
書
が
教
典
と
し
て
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
動
機
は
、
「
現
実
的
な
も
の
と
可
能
的
な
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る
も
の
の
間
の
隠
喩
的
緊
張
扁
な
の
で
あ
る
」
の
場
合
の
よ
う
に
（
Φ
q
q
■
P
ω
“
。
。
O
ψ
＝
ρ
＝
潤
＝
メ
＝
。
。
）
。
な
お
片
仮
名
「
モ
テ
ィ
…
フ
」
の
使

用
の
文
脈
に
つ
い
て
は
賦
O
抽
お
参
照
）
。

　
著
者
は
最
初
に
ζ
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
教
典
論
を
考
察
し
、
教
典
論
の
見
取
り
図
を
提
供
す
る
。
彼
に
よ
り
創
始
さ
れ
た
近
代
宗
教
学
は
ま
ず

啓
蒙
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
純
粋
理
性
の
限
界
の
な
か
で
、
盤
界
の
諸
宗
教
に
関
し
、
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
に
し

た
「
真
に
学
問
的
な
研
究
偏
（
一
ひ
る
ひ
）
と
し
て
の
宗
教
学
が
め
ざ
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
は
讐
教
典
宗
教
（
σ
o
o
ぞ
箆
喧
。
離
と
を
「
非
教

典
宗
教
」
か
ら
区
別
し
、
前
者
の
み
が
「
現
実
の
宗
教
」
で
あ
る
と
し
、
教
典
と
な
る
条
件
と
し
て
「
最
高
の
権
威
」
や
「
規
範
的
な
強
制
力
」

を
有
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
一
ご
。
ミ
ュ
ー
ラ
…
は
教
典
形
成
の
経
過
に
関
心
を
示
す
が
、
「
宗
教
の
唯
一
学
問
的
で
真
に
発
生
論
的
な
分

類
は
雷
語
の
分
類
と
同
一
で
あ
る
」
と
し
、
隅
諸
々
の
教
典
の
根
源
に
あ
る
一
種
の
書
語
感
覚
篇
が
「
自
然
的
宗
教
」
に
通
じ
、
口
頭
伝
承
を

生
み
、
文
字
に
向
か
は
せ
る
と
解
す
る
（
p
ご
。
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
「
教
典
の
本
質
は
、
書
き
記
さ
れ
た
教
説
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

教
説
の
差
異
を
超
え
た
共
通
の
根
源
に
あ
る
と
い
う
認
識
偏
（
N
い
）
に
至
っ
た
と
し
て
、
共
通
の
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
教
典
論
の
可
能
性
を

ミ
ュ
ー
ラ
ー
に
励
ま
さ
れ
著
者
は
追
求
す
る
。
し
か
し
教
典
の
本
質
を
め
ぐ
る
こ
の
重
要
な
一
文
が
何
を
意
味
す
る
か
、
評
者
に
は
不
明
で
あ

る
。
も
し
著
者
が
「
共
通
の
根
源
」
に
よ
り
教
団
の
維
持
発
展
と
い
う
実
利
的
関
心
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
教
典
の
本

質
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
教
団
の
道
具
で
あ
ろ
う
。
教
典
が
長
い
時
を
か
け
て
正
典
と
し
て
教
団
の
性
格
を
決
定
な
い
し
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
一
痛
的
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
宗
教
が
か
か
わ
る
全
入
開
的
な
豊
か
さ
が
指
摘
さ
れ

る
。　

著
者
が
ミ
ュ
…
ラ
ー
を
評
価
す
る
の
は
、
「
何
よ
り
も
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
歴
史
的
諸
宗
教
を
め
ぐ
る
あ
れ
こ
れ
の
事
実
を
つ
ぶ
さ
に
知
っ
て
お

り
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
共
感
を
い
だ
い
て
い
る
。
宗
教
を
論
じ
る
さ
い
に
重
要
な
の
は
ま
さ
に
そ
の
点
篇
（
8
）
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
「
詩
人
的

素
質
」
（
N
9
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
「
人
々
の
本
性
無
能
力
縣
の
分
析
に
お
い
て
は
、
超
越
的
な
も
の
へ
ま
な
ざ
し
と
し
て
の
「
人
間
の
第
三

一75



の
能
力
」
「
無
限
な
る
も
の
の
能
力
」
（
P
O
）
と
形
容
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
宗
教
研
究
の
「
根
本
動
機
」
爲
ひ
）

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
来
「
自
然
科
学
と
は
な
じ
ま
な
い
」
。
著
考
は
、
彼
に
し
み
つ
い
て
い
る
啓
蒙
主
義
の
楽
観
的
な
「
進
化
の

図
式
」
が
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
動
機
と
結
び
つ
い
て
、
ひ
そ
か
に
彼
の
信
念
を
形
づ
く
っ
て
い
た
扁
（
P
ω
）
と
述
べ
、
実
証
的
方
法
の
可
能
性

と
超
越
的
な
も
の
へ
の
詩
人
的
資
質
が
「
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
扁
（
P
ひ
）
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
宗
教
研
究
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
近
代
宗
教
学
の
祖
が

か
か
え
た
分
裂
は
そ
の
ま
ま
そ
の
後
の
こ
の
学
の
「
困
難
な
運
命
」
（
ま
）
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
教
典
は
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
抱
え
て
い
る
。
一
つ
は
正
典
化
へ
の
道
で
あ
り
、
他
は
歴
史
的
批
判
的
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
相
対
化
へ
の

道
で
あ
る
。
O
ヴ
ィ
デ
ン
グ
レ
ン
の
宗
教
現
象
学
が
引
か
れ
、
聖
な
る
言
葉
か
ら
「
正
典
形
成
（
ス
農
。
8
コ
σ
ま
弩
α
Q
と
へ
の
過
程
に
お
い
て
、
教

団
と
い
う
社
会
的
場
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
ω
轟
）
。
そ
の
さ
い
個
別
教
団
内
部
の
教
義
研
究
、
神
学
の
形
成
が
正
典
化
の
動
力

と
な
る
。
そ
こ
で
は
同
時
に
閉
鎖
的
傾
向
も
助
長
さ
れ
、
普
遍
的
統
一
理
念
を
前
提
と
す
る
正
典
性
へ
の
疑
問
が
つ
の
る
。
正
典
化
の
¶
極
北
」

は
聖
書
の
無
謬
性
を
主
張
し
、
聖
書
を
そ
の
内
部
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
推
し
進
め
る
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は

「
教
典
受
容
の
一
形
態
扁
（
ω
G
。
）
で
あ
り
、
「
宗
教
の
個
人
化
や
…
分
解
へ
向
か
う
傾
向
に
集
団
で
抵
抗
し
、
歴
史
的
宗
教
の
霞
己
同
一
性
を

力
業
で
守
り
抜
こ
う
と
す
る
運
動
」
（
“
。
。
）
で
あ
る
が
、
「
ほ
か
な
ら
ぬ
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
の
解
釈
に
お
い
て
破
綻
す
る
嚇
（
ω
。
。
）
と
さ

れ
る
。

　
著
者
は
も
う
一
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
中
心
に
ブ
ル
ト
マ
ソ
が
¶
確
立
し
た
扁
（
日
蝕
）
歴
史
的
批
判
的
研
究
・
方
法
を
そ
え
る
。
「
構
造
主
義
的
方

法
」
や
文
芸
学
的
傾
向
そ
し
て
社
会
学
的
傾
向
か
ら
な
る
「
文
学
社
会
学
」
は
こ
の
方
法
を
「
補
完
す
る
役
割
」
を
果
た
す
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
（
ω
。
。
茎
O
）
。
歴
史
に
こ
だ
わ
る
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
歴
史
学
的
実
証
主
義
の
興
隆
の
な
か
で
「
歴
史
的
批

判
的
方
法
が
支
配
的
に
な
っ
た
漏
（
δ
O
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
「
正
典
理
念
に
か
わ
る
統
一
の
根
拠
を
、
史
的
イ
エ
ス
の
原
像
に
求
め
よ

う
と
す
る
駄
（
ω
。
。
）
。
し
か
し
、
「
歴
史
学
の
成
果
は
す
べ
て
相
対
的
な
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
」
（
一
露
）
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
「
仮
説
的
性

一76一



格
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
扁
（
驚
気
。
。
）
と
そ
の
限
界
も
指
摘
さ
れ
る
。
著
者
は
「
啓
蒙
主
義
の
産
物
と
し
て
出
発
し
た
近
代
宗
教
学
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
最
初
か
ら
、
正
典
と
し
て
の
聖
書
を
相
対
化
す
る
と
い
う
意
味
で
、
教
典
論
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
今
日
で
は
、
歴
吏
的
・
批
判
的
方
法
そ
れ
自
体
が
も
つ
一
種
の
近
代
合
理
主
義
的
性
格
が
次
第
に
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

問
題
は
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
方
向
で
の
り
超
え
よ
う
と
志
す
か
で
あ
る
」
（
ω
ひ
）
と
述
べ
、
正
典
化
へ
の
批
判
と
し
て
の
歴
史
的
・
批
判
的
方
法

の
特
徴
と
限
界
を
旛
摘
し
、
教
典
論
に
そ
の
乗
り
越
え
の
可
能
性
を
見
る
。

　
著
者
が
聖
書
学
の
成
果
に
、
比
較
的
、
内
在
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
叙
述
は
讐
研
究
と
牧
会
書
簡
研
究
に
兇
出
さ
れ
る
。
著
者
は
時
代
状
況

の
変
遷
に
お
け
る
懸
え
や
書
簡
の
意
図
の
変
遷
を
辿
り
、
相
対
化
と
多
様
化
の
な
か
で
の
教
典
の
機
能
を
探
る
。
共
観
福
音
直
面
の
醤
え
の
扱

い
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
。
マ
ル
コ
や
マ
タ
イ
で
は
、
「
讐
に
よ
ら
ず
に
は
超
越
的
な
も
の
を
伝
え
え
な
い
｝
が
、
ル
カ
で
は
そ
の
表
現
形
式

は
修
辞
的
で
あ
り
、
「
す
で
に
教
義
と
し
て
意
識
的
に
と
ら
え
か
え
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
超
越
的
な
も
の
」
を
土
台
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
一
〇
。
。
O
。

こ
の
変
化
に
著
者
は
¶
聖
書
が
教
典
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
過
程
で
要
請
さ
れ
る
諸
機
能
の
重
要
な
一
段
面
が
浮
か
び
上
が
（
る
）
」
の

を
見
る
。
イ
エ
ス
に
帰
さ
れ
る
警
が
ま
ず
イ
エ
ス
の
言
葉
伝
承
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
や
が
て
編
音
書
の
文
脈
に
お
か
れ
、
「
宗
教
生
活
の
た
め

に
活
用
し
よ
う
と
す
る
種
々
の
状
況
の
影
響
を
受
け
つ
つ
変
容
扁
す
る
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
理
解
が
承
さ
れ
る
（
お
ゆ
）
。

　
牧
会
書
簡
の
研
究
に
お
い
て
も
晴
代
へ
の
適
応
が
教
典
の
特
徴
を
定
め
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
。
門
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
一
般
の
通
俗
的
風
潮

と
の
境
譲
を
見
失
っ
て
い
る
扁
つ
P
い
）
テ
モ
テ
書
1
、
H
お
よ
び
テ
ト
ス
書
は
噛
パ
ウ
ロ
神
学
を
標
榜
し
な
が
ら
も
し
、
そ
れ
を
主
体
的
に
語
ら

ず
、
「
安
定
し
た
市
民
倫
理
の
ト
ポ
ス
に
そ
っ
て
教
会
の
立
場
を
弁
証
」
し
、
「
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
挑
戦
に
直
難
し
て
、
「
判
断
中
止
」

に
よ
っ
て
組
織
を
守
ろ
う
と
し
た
」
と
さ
れ
る
（
ご
斜
）
。

　
本
書
の
ス
タ
イ
ル
は
、
｝
般
的
に
は
、
宗
教
学
の
特
性
の
故
に
か
ま
た
著
者
の
外
在
的
な
立
場
の
故
に
か
、
諸
研
究
動
向
の
整
理
、
位
置
づ

け
を
該
博
な
知
識
の
も
と
に
提
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
讐
研
究
と
牧
会
書
簡
研
究
に
お
け
る
聖
書
学
本
来
の
論
述
は
、
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他
の
箇
所
で
は
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
へ
の
内
在
化
が
見
ら
れ
な
い
だ
け
に
、
人
類
が
持
ち
え
た
宝
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
対
し
ひ
た
す
ら
な
る

内
在
的
な
取
り
組
み
こ
そ
学
問
研
究
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
豊
か
な
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
了
解
し
て
い
る
人
々
に
は
示
唆
的
で
、
ま
た

安
堵
を
与
え
る
部
分
で
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
著
者
の
ブ
ル
ト
マ
ソ
研
究
を
教
典
論
お
よ
び
諸
学
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
触
れ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
徹
底
的
な
歴
史
的
批
判
的

研
究
に
よ
り
、
「
史
的
イ
エ
ス
を
そ
の
教
説
［
宣
教
｝
に
ま
で
追
い
つ
め
た
鳳
（
一
。
。
い
）
。
教
説
は
歴
史
の
描
移
の
中
で
「
硬
直
化
す
る
運
命
」
を
免

れ
な
い
が
、
「
未
分
化
な
ま
ま
で
零
せ
ら
れ
た
教
説
」
は
、
実
は
言
葉
の
消
失
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
お
り
、
言
葉
の
無
力
化
、
教
典
の
「
も

の
」
化
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
教
典
の
内
容
を
異
な
っ
た
角
度
か
ら
見
直
す
よ
う
促
す
。
彼
の
研
究
態
度
は
本
来
的
に
宗
教
学
や
哲
学
と
「
通

議
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
た
が
、
教
典
論
や
宗
教
史
と
一
線
を
画
し
、
新
約
聖
書
学
者
と
し
て
留
ま
っ
た
こ
と
に
「
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
緊
張
」

が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
一
。
。
い
O
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
現
象
の
な
か
か
ら
「
人
間
実
存
に
関
す
る
統
一
的

で
新
し
く
独
自
な
根
本
理
解
」
を
と
り
だ
そ
う
と
す
る
（
一
〇
い
）
。
信
仰
と
文
化
の
接
点
を
実
存
理
解
に
求
め
、
「
思
考
を
超
え
た
決
断
の
要
講
偏

を
そ
こ
へ
導
入
し
た
が
、
「
決
断
の
場
面
を
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
設
定
し
た
」
た
め
に
、
彼
は
「
文
化
の
内
実
に
く
い
こ
む

こ
と
」
が
で
き
な
か
っ
た
と
著
者
は
解
す
る
（
お
O
O
。
非
神
話
化
論
に
お
い
て
は
、
彼
に
は
「
現
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
と
い
う
神

学
的
動
…
機
」
（
8
心
）
が
あ
り
、
神
話
学
へ
の
貢
献
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
哲
学
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
理
論

は
宗
教
的
な
も
の
へ
と
っ
き
ぬ
け
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
」
の
に
対
し
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
そ
れ
は
「
最
終
的
に
特
定
の
歴
史
に
か
ら
め
と
ら
れ

る
」
こ
と
に
鰐
し
不
満
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
P
旨
）
。

　
最
後
に
、
本
書
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
を
記
す
。
「
相
対
化
」
と
い
う
語
は
「
（
視
点
の
）
多
様
性
」
（
ぴ
。
。
・
い
納
三
㌶
ま
N
）
等
の
類
義
語
と

と
も
に
本
書
の
鍵
語
で
あ
る
（
o
的
メ
ミ
も
ひ
輩
0
5
い
《
い
P
一
鳶
」
亀
L
O
㌶
亀
P
旨
）
。
教
典
を
め
ぐ
る
近
代
以
降
の
社
会
、
文
化
、
学
問
状
況

の
認
識
と
し
て
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
、
正
典
化
を
は
じ
め
絶
対
的
な
信
念
や
主
張
は
常
に
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
相
対
化
は
歴
史
の
動
向
上
自
明
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な
も
の
と
し
て
、
肯
定
的
な
評
価
の
も
と
に
語
ら
れ
る
。
他
方
、
「
護
教
扁
や
「
弁
証
」
と
い
う
語
は
常
に
否
定
的
な
評
価
の
も
と
に
述
べ
ら

れ
る
（
o
σ
q
．
お
し
◎
P
三
N
P
三
）
。
こ
れ
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
一
信
徒
」
（
賦
ご
で
あ
る
著
者
の
学
問
的
誠
実
さ
、
良
心
の
あ
ら
わ
れ

と
も
見
え
よ
う
が
、
著
者
の
固
定
観
念
（
三
論
ヨ
ヨ
ユ
）
を
感
じ
て
し
ま
う
の
は
評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
一
度
著
者
の
前
提
そ
の
も
の
を
相
対

化
し
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
豊
か
さ
と
可
能
性
を
探
る
試
み
を
企
て
る
こ
と
は
、
外
在
的
な
立
場
か
ら
「
総
合
的
に
考
察
す
る
」
（
一
。
。
ひ
）
教

典
論
の
構
築
と
少
な
く
と
も
同
じ
ぐ
ら
い
に
重
要
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
時
代
状
況
に
応
じ
た
教
団
の
維
持
発
展
の
視
点
か
ら
の
教
典
理

解
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
の
前
に
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
状
況
を
超
え
て
力
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
現
実
に
教
典
は
教
団
の
性
格
を
特
徴
づ
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
、
著
者
の
長
年
に
わ
た
り
培

わ
れ
た
鋭
い
批
評
精
神
は
さ
ら
な
る
輝
き
を
放
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
〇
〇
二
＃
ヤ
　
一
工
ハ
一
血
一
貝
十
…
…
…
）
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